
平
成
２
年
、「
紺
屋
町
街
づ
く
り
研
究
会
」が
誕
生
し
て
既

に
16
年
、こ
の
間
、バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ
っ
て
研
究
会
も

臥が
し
ん
し
ょ
う
た
ん

薪
嘗
胆
の
日
々
を
過
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、去
る
７
月

９
日
、盛
大
に
起
工
式
が
行
わ
れ
、愈い

よ
い
よ々

、再
開
発
に
着
手
し

た
処
で
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
、多
く
の
地
権
者
や
権
利
者
の
思お

も
わ
く惑

が
交
錯
す

る
中
で
、大
同
に
立
っ
て
の
出
発
は
誠
に
ご
同
慶
に
耐
え
な

い
と
こ
ろ
で
あ
り
、市
民
の
一
人
と
し
て
感
謝
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

平
成
22
年
３
月
を
竣
工
予
定
と
し
て
お
り
、こ
の
完
成
に

よ
っ
て
、政
令
指
定
都
市
の
玄
関
口
に
相ふ

さ

わ応
し
い
景
観
が
誕

生
す
る
も
の
と
期
待
い
た
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、昨
年
の
５
月
号
のScope

で
提
案
し
た
「
美

術
館
構
想
」に
つ
い
て
、そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て
こ
の
際
、

記
載
し
て
お
き
ま
す
。

昨
年
の
12
月
、市
役
所
か
ら
市
選
出
の
県
会
議
員
に
「
来

年
度
の
国
へ
の
要
望
事
項
」に
つ
い
て
説
明
し
た
い
の
で
、市

役
所
に
来
庁
さ
れ
た
い
旨
、通
知
が
あ
り
、出
か
け
た
と
こ

ろ
、僅
か
40
分
程
度
で
説
明
は
終
了
、そ
こ
で
私
は
、丁
度
い

い
機
会
で
あ
る
の
で
ひ
と
つ
提
案
し
た
い
と
前
置
き
し
、小

嶋
市
長
に
、再
開
発
ビ
ル
内
に
予
定
さ
れ
る
美
術
館
に
つ
い

て
、私
案
を
披
瀝
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
既
述
し
た
「
静
岡
市
立
ポ
ー
ラ
美
術
館
」の
構
想

で
あ
り
ま
す
。

曖
昧
な
笑
い
の
中
で
小
嶋
市
長
は
意
図
す
る
所
を
充
分

に
理
解
出
来
ぬ
ま
ま
、検
討
を
約
束
、説
明
会
を
終
了
し
ま
し

た
。爾

来
、今
日
ま
で
市
か
ら
は
一
片
の
回
答
が
な
い
ま
ま
、

９
日
の
起
工
式
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
、こ
の
再
開
発
事
業
は
民
間
企
業
に
よ
る
も
の
で
あ

れ
ば
、市
と
い
え
容
易
に
我
儘
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
の
は

承
知
の
上
で
す
が
、一
方
で
は
、35
億
円
も
の
静
岡
市
か
ら
の

補
助
金
に
加
え
、３
階
の
フ
ロ
ア
ー
を
30
億
円
の
巨
費
も
っ

て
購
入
す
る
も
、明
ら
か
に
、こ
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の

方
便
で
あ
り
ま
す
。ま
た
こ
れ
が
誕
生
し
た
暁
に
は
、こ
の
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
に
ル
ノ
ア
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
・
ピ
カ
ソ
な
ど

印
象
派
作
家
の
粋
を
展
示
す
る
美
術
館
の
存
在
は
、本
市

の
顔
と
な
っ
て
行
政
目
的
に
も
貢
献
で
き
る
も
の
と
確
信

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
年
に
な
っ
て
、知
り
合
い
の
市
幹
部
職
員
が
道
す
が

ら
、私
に
「
ポ
ー
ラ
に
は
貸
し
出
す
ほ
ど
、絵
は
な
い
よ
う

で
す
」と
小
声
で
告
げ
ま
し
た
が
、ま
さ
か
そ
れ
が
市
の
正

式
回
答
と
は
思
い
ま
せ
ん
。し
か
も
そ
の
言
葉
か
ら
察
す

る
に
市
当
局
は
、ポ
ー
ラ
化
粧
品
に
対
し
て
具
体
的
な
折

衝
は
一
切
せ
ず
、恐
ら
く
私
の
提
案
に
つ
い
て
は
歯し

が牙
に

も
か
け
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

平
成
元
年
、駿
府
博
に
際
し
て
、万
難
を
排
し
て
協
力

い
た
だ
い
た
ポ
ー
ラ
美
術
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
「
印

象
派
」展
の
成
功
は
未
だ
脳
裡
か
ら
消
え
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

譬
え
困
難
な
事
業
で
あ
れ
、「
ダ
メ
も
と
」の
精
神
で

挑
戦
す
る
姿
勢
が
今
の
行
政
に
は
肝
要
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

梅
雨
を
間
近
に
し
た
奈
良
公
園
は
小
雨
に
濡
れ
て
、

屯た
む
ろ

す
る
鹿
は
広
い
芝
生
広
場
で
三
々
五
々
、草
を
食は

ん

で
い
ま
し
た
。

先
月
の
終
わ
り
、私
は
機
会
あ
っ
て
奈
良
国
立
博
物

館
に
「
仏
教
工
芸
展
・
・
古こ

が

ん玩
逍し

ょ
う
よ
う遥

」と
題
す
る
特
別
展

示
展
に
出
か
け
ま
し
た
。

そ
の
道
す
が
ら
私
は
、「
県
立
博
物
館
」を
持
た
な
い

都
道
府
県
は
こ
こ
奈
良
県
と
静
岡
県
だ
け
で
あ
り
、し

か
も
奈
良
に
は
国
立
が
あ
れ
ば
県
立
は
無
用
、詰
る
所
、

博
物
館
が
な
い
の
は
本
県
の
み
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出

し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

以
前
、本
会
議
の
一
般
質
問
の
際
、私
は
県
立
博
物
館

の
な
い
県
に
つ
い
て
、知
事
に
質た

だ

し
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
が
、知
事
は
博
物
館
の
意
義
に
つ
い
て
は
、理
解
し

た
も
の
の
、建
設
に
対
す
る
意
欲
は
殆
ど
な
か
っ
た
と

記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

も
し
、県
立
で
あ
れ
市
立
で
あ
れ
博
物
館
が
用
意
さ

れ
て
い
れ
ば
、こ
の
度
の
「
奈
良
詣
」で
も
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

さ
て
、訪
館
の
目
的
は
以
前
よ
り
親
し
く
お
付
き
合

い
戴
い
て
参
り
ま
し
た
市
内
に
住
む
実
業
家
（
匿
名
希

望
）が
、半
世
紀
を
費
や
し
て
蒐
集
し
た
膨
大
な
骨
董
の

中
か
ら
、こ
の
度
「
密
教
法
具
」の
み
を
奈
良
国
立
博
物

館
に
寄
贈
、こ
れ
を
顕
彰
し
て
の
特
別
展
が
開
催
さ
れ
る

処
と
な
り
、考
古
学
に
つ
い
て
は
全
く
の
「
門
外
漢
」を

自
認
す
る
私
で
は
あ
り
ま
す
が
、何
故
か
誇
ら
し
げ
な
想

い
の
中
で
「
文
化
の
薫か

お
り

」に
挑
戦
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

JR
奈
良
駅
の
構
内
は
も
と
よ
り
、博
物
館
ま
で
の
道み

ち
の
り程

に
は
「
仏
教
工
芸
展
・
・
古
玩
逍
遥
」の
ポ
ス
タ
ー
が
掲

示
さ
れ
、氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
品
々
の
重
み
が
伝
わ
っ
て

く
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

数
年
前
、整
理
も
出
来
な
い
ほ
ど
に
蒐
集
し
た
膨
大
な

骨
董
品
の
扱
い
に
つ
い
て
、家
族
会
議
を
開
い
た
結
果
、

こ
れ
を
所
望
す
る
博
物
館
等
に
寄
付
す
る
方
針
を
固
め
、

こ
れ
ま
で
に
全
国
数
ヶ
所
の
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
り
ま
す
。

奈
良
国
立
博
物
館
に
収
め
ら
れ
た
「
密
教
法
具
」も
そ

の
一
部
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、こ
の
家
族
会
議
の
最さ

な

か中
、本
県
に
は
県
立

博
物
館
が
な
い
こ
と
に
落
胆
し
た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。若
し
既
設
さ
れ
て
い
た
な
ら
、惑ま

ど

う
こ
と
な
く
、県
民

と
し
て
誇
り
を
も
っ
て
寄
贈
で
き
た
と
、今
更
な
が
ら
悔

や
ん
で
お
り
ま
し
た
。

SHINGO　SCOPE
天野進吾が視る。語る。今日のできごと。まつりごと。
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駅
前
再
開
発
の
起
工
式
に
臨
ん
で

　
　
　
　
　
　
　

ー
ど
う
な
っ
た
美
術
館
構
想
ー

奈
良
国
立
博
物
館
を
訪
ね
る



静
岡
の
歴
史

東
海
道
五
十
三
次
の
「
丸
子
の
宿
」
は
万

葉
の
歌
に
も
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
平
安
末

期
、
源
頼
朝
か
ら
土
地
が
与
え
ら
れ
、
設も

う

け

ら
れ
た
新
駅
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
鎌
倉
の
初

頭
か
ら
街
道
を
行
き
交
う
旅
人
で
賑
わ
い
の

あ
る
地
域
と
し
て
発
展
し
て
お
り
ま
し
た
。

天
保
年
間
（
１
８
４
０
年
頃
）
の
資
料
に

よ
れ
ば
、
丸
子
宿
は
、
本
陣
１
、
脇
本
陣
２
、

旅
籠
24
軒
と
こ
の
地
域
の
繁
栄
振
り
を
如
実

に
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。

「
丸
子
」
の
地
名
は
「
長
田
村
誌
」
に
よ

れ
ば
「
麻ま

ろ

こ

呂
子
」
即
ち
男
子
を
意
味
す
る
名

前
と
あ
り
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
日
本
で
は
昔
か
ら
船
の

名
前
に
「
何
々
丸
」
と
命
名
し
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
漁
師
に
と
っ
て
船
は
高
価
で
も

あ
り
、
大
切
な
も
の
で
し
た
、
で
す
か
ら
恰

あ
た
か

も
わ
が
子
の
よ
う
に
船
の
名
前
に
男
児
の
名

称
「
丸
」
を
つ
け
た
の
が
そ
の
始
ま
り
と
云

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
「
手
越
」
は
向
敷
地
か
ら

丸
子
宗
小
路
に
向
う
坂
道
を
「
手
児
の
呼
び

坂
」
と
い
い
、こ
れ
が
略
さ
れ
て
手
越
と
な
っ

た
と
云
わ
れ
て
お
り
、「
手
児
」
と
は
広
辞

苑
に
も
あ
り
ま
す
が
、
少
女
を
意
味
し
ま
す
。

さ
て
、
丸
子
と
い
え
ば
有
名
な
神
社
・
仏

閣
の
あ
る
処
で
す
、
そ
こ
で
今
月
は
大お

お
だ
た
ら鈩

の

誓せ

い

が

ん

じ

願
寺
を
訪
ね
ま
す
。

臨
済
宗
妙
心
寺
派 

大だ
い
ろ
さ
ん

鈩
山
誓
願
寺
…

鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
１
１
９
２
年
、
源
頼

朝
が
両
親
の
追
善
供
養
の
た
め
に
建
立
し
た

浄
土
宗
の
寺
で
し
た
が
、
１
５
４
５
年
、
武

田
と
今
川
の
勢
力
争
い
の
渦
中
に
火
災
に
あ

い
焼
失
、
そ
の
後
武
田
信
玄
が
穴
山
梅
雪
に

命
じ
て
再
興
、
こ
の
時
、
臨
済
宗
に
改
宗
し

ま
し
た
。
ま
た
、
１
６
０
２
年
、
家
康
か
ら

30
石
の
寺
領
と
山
林
諸
役
免
除
の
朱
印
状
を

拝
命
す
る
な
ど
、
丸
子
地
域
の
名め

い
さ
つ刹

と
し
て

今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
誓
願
寺
を
有
名
に
さ
せ
た
歴
史
的

一
ペ
ー
ジ
に
、
片か

た
ぎ
り桐

且か
つ
も
と元

の
無
念
の
死
が
あ

り
ま
す
。

京
都
方ほ

う

広こ

う

じ寺
の
大
仏
殿
建
立
に
際
し
、
徳

川
方
は
梵ぼ

ん
し
ょ
う鐘

に
書
か
れ
た
「
国
家
安
康
」
の

文
字
が
家
康
の
名
前
を
切
り
裂
い
た
と
難な

ん
く
せ癖

を
つ
け
、
こ
れ
を
端
緒
に
徳
川
の
豊
臣
つ
ぶ

し
が
表
面
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

寄
稿
、村
山
正
平
（
元
静
岡
市
教
育
長
）

 

先
月
のShingo Scope

に
記
載
し
た
マ
カ

オ
へ
の
航
空
機
乗
り
入
れ
の
記
事
に
関
連
し

て
、嘗か

つ

て
担
任
で
あ
っ
た
村
山
正
平
先
生
が

マ
カ
オ
に
関
す
る
面
白
い
歴
史
の
一
齣こ

ま

を
紹

介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

マ
カ
オ
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
居
住
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
15
〜
16
世
紀
頃
か
ら
、中

国
で
は
明
の
時
代
、そ
の
頃
の
後
宮
の
美
女

た
ち
は
、途と

て

つ轍
も
な
く
高
価
な
香
料
の
ひ
と

つ
に
「
竜

り
ゅ
う

涎ぜ
ん

香こ
う

」が
あ
り
ま
し
た
が
、こ
の
香

料
は
遠
洋
航
海
術
に
長た

け
た
ス
ペ
イ
ン
や
ポ

ル
ト
ガ
ル
の
商
人
か
ら
し
か
入
手
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
故
な
ら
「
竜
涎
香
」と
は
胆た

ん
の
う嚢

癌が
ん

に

な
っ
て
死
ん
だ
抹ま

っ
こ
う香

鯨く
じ
ら

の
腹
か
ら
取
り
出

せ
る
香
料
で
あ
り
、極
め
て
希
少
で
あ
る
が

た
め
に
、明
王
朝
は
１
５
５
７
年
、ポ
ル
ト

ガ
ル
人
に
対
し
こ
れ
を
取
得
す
る
た
め
に

マ
カ
オ
に
居
住
す
る
特
権
を
与
え
た
の
で

し
た
。

将ま
さ

に
西
欧
の
「
大
航
海
時
代
」の
落
し
子

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

 な
お
、現
在
も
島
と
半
島
と
を
結
ぶ
大
橋
を
渡
る

と
マ
カ
オ
の
嬌
声
が
嘘
の
よ
う
に
、今
で
も
静
寂
な

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
雰
囲
気
を
感
ず
る
町
が
あ
り
ま
す
。

な
お
広
辞
苑
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

抹　

香
・
・
・
香
の
名
。沈じ

ん
こ
う香

と
栴せ

ん
だ
ん檀

と
の
粉
末
、仏
前
に
用
い
る
。

　

抹
香
鯨
・
・
・
優
秀
な
鯨
油
が
採
れ
、ま
た
腸
内
に
竜
涎
香
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　

 

香
料
を
分
泌
す
る
。

歴
史
講
座
の
お
知
ら
せ

町
内
会
の
集
会
、サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
に
天
野
進
吾
を
呼
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。嬉
し
い
こ
と
に
最
近
、グ
ル
ー
プ
や
町

内
会
な
ど
で
『
天
野
進
吾
』の
歴
史
講
座
の
要
望
が
増
え

て
参
り
ま
し
た
。

こ
の
S
H
I
N
G
O
｜
S
C
O
P
E
の
郷
土
史
が
好
評
で

す
の
で
そ
の
現
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ど
う
ぞ
、お
気
軽
に

お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
豊
臣
方
の
重
臣
片
桐
且
元
が
、

秀
頼
の
命
を
受
け
て
駿
府
に
家
康
を
訪
ね
、

弁
明
を
申
し
出
た
が
目
的
を
果
す
こ
と
が
で

き
ず
、
結
局
、
大
坂
冬
の
陣
に
突
入
、
豊
臣

家
は
滅
亡
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。

苦
渋
の
日
々
を
当
山
で
過
し
た
且
元
は
、

遂
に
目
的
を
果

た
せ
ず
、
丸
子
の

地
で
自
害
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。

当
寺
に
は
片

桐
且
元
夫
妻
の

墓
石
と
共
に
ゆ

か
り
の
遺
品
が

あ
り
ま
す
。

「
丸
子
と
手
越
」
の
周
辺
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一
寸
一
言

8月の風物詩といえば盆踊り。盆踊りの由来は、念仏を唱えながら踊る「念仏踊り」です。お盆に
迎えた先祖の霊を慰め、再び送り出すための踊りとして、各地で行われるようになりました。
お盆のシーズンになると、各地域の神社やお寺、広場などでさまざまな盆踊り大会が開催されま

す。ふるさとに里帰りした懐かしい顔が揃うのも、盆踊りの楽しみのひとつです。標準的なスタイル
は、広場の真ん中に櫓を立てて歌や太鼓を奏で、その周りを輪になって踊るもの。また、列を作って
踊りながら練り歩くものもあります。
日本を代表する三大盆踊りは、秋田県羽後町の西

に し も な い

馬音内盆踊り、徳島県徳島市の阿波踊り、岐阜
県郡上市の郡

ぐ ん

上
じょう

おどりで、いずれも全国津々浦々からの大勢の観光客でにぎわいます。今年の夏、
あなたはどこの町で盆踊りの輪に加わりますか?

～ふるさとで、観光地で、盆踊りの輪に! ～

彩 時 記  

私
の
雑
記
帳
か
ら


